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「
演
劇
」
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
ひ
ろ
げ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
け
つ
き
よ
く
、

「
演
劇
」
の
定
義
次
第
で
あ
る
が
、
ま
た
逆
に
、
「
演
劇
」
に
一
つ
の
定
義

を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
「
演
劇
」
の
範
囲
を
ま
ず
決
め
て
か
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
わ
れ
わ
れ
が
現
在
、
「
演
劇
」
と
呼
ん
で
い
る
舞
台
芸
術
は
、
狭
い
意
味

で
は
、
文
学
作
品
と
し
て
の
戯
曲
の
上
演
を
指
す
。
こ
れ
は
も
う
論
議
の
余

地
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
「
戯
曲
の
上
演
」
と
い
つ
て
も
、
そ
こ
に
厳
密

な
一
線
を
引
く
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
無
理
で
あ
る
。
例
え
ば
、
即
興
劇
の
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よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
た
脚
本
に
よ
ら
ず
、
俳
優
が
舞
台
に
出
て

か
ら
、
い
き
な
り
「
即
興
的
」
に
対
話
の
や
り
と
り
を
始
め
、
勝
手
に
「
動

き
」
を
つ
け
、
彼
等
の
当
意
即
妙
の
工
夫
に
よ
つ
て
、
ひ
と
つ
の
筋
を
作
り

あ
げ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
「
演
劇
」
の
種
目
も
存
在
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
い
う
も
の
を
例
外
と
し
て
含
め
て
も
、
な
お
か
つ
そ
の
ほ

か
に
、
様
々
な
特
殊
な
上
演
形
式
が
あ
つ
て
、
俳
優
は
そ
の
肉
体
を
舞
台
に

現
わ
さ
ず
、
そ
の
代
り
に
「
幻
燈
の
人
物
像
」
を
使
つ
て
、
セ
リ
フ
だ
け
を

陰
で
い
う
、
と
い
う
方
法
も
あ
り
得
る
。
つ
ま
り
、
戯
曲
、
演
技
、
舞
台
機

構
、
演
出
、
そ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
、
一
つ
の
「
物
語
」
が
語
ら
れ
る

と
い
う
点
で
、
正
統
的
と
も
い
う
べ
き
「
演
劇
」
の
「
か
た
ち
」
は
限
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
こ
で
、
ひ
ろ
い
意
味
で
は
「
演
劇
」
の
範
疇
に
い
れ
て
も
よ
い
が
、
厳

密
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
、
固
有
の
名
称
で
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
、

一
種
の
「
演
劇
的
創
造
」
或
は
、
「
演
劇
的
興
行
」
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
お
お
か
た
、
文
学
と
し
て
の
戯
曲
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
単
に
物
語
の

主
題
、
ま
た
は
、
構
成
が
、
音
楽
ま
た
は
舞
踊
の
「
演
劇
的
展
開
」
に
利
用

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
歌
劇
」
お
よ
び
「
舞
踊
劇
」
が
こ
れ
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
う
ち
に
、
ひ
と
つ
、
「
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
」
と
い
う
特
別
な
種

目
が
あ
つ
て
、
こ
れ
は
、
「
演
劇
」
と
し
て
の
重
要
な
要
素
を
欠
き
な
が
ら
、

な
お
か
つ
、
正
統
的
な
「
演
劇
」
と
最
も
近
い
繋
り
を
も
つ
て
い
る
。
重
要

な
要
素
と
い
う
の
は
、
視
覚
に
う
つ
た
え
る
も
の
が
皆
無
だ
と
い
う
こ
と
で
、

普
通
、
演
劇
は
、
少
く
と
も
、
俳
優
の
セ
リ
フ
と
シ
グ
サ
と
を
も
つ
て
仕
組
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ま
れ
る
と
い
う
原
則
に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
、
セ
リ
フ
の
な
い
演
劇
と
い
う
も
の
が
、

既
に
成
り
立
つ
て
い
る
。
「
黙
劇
」
と
も
「
無
言
劇
」
と
も
、
「
パ
ン
ト
マ

イ
ム
」
と
も
い
う
、
俳
優
の
シ
グ
サ
だ
け
の
舞
台
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
演
劇
」
の
本
質
と
深
い
関
係
が
あ
る
わ
け
で
、
要
す
る
に
、
俳
優
が
一
定

の
場
所
へ
集
つ
た
「
観
衆
」
を
前
に
し
て
、
じ
か
に
、
そ
の
肉
体
の
表
情
を

も
つ
て
、
物
語
り
を
物
語
る
こ
と
が
、
原
則
と
し
て
、
演
劇
の
演
劇
た
る
ゆ

え
ん
な
の
で
あ
る
。

　
従
つ
て
、
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
が
、
「
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
ド
ラ
マ
」
に
な

り
、
た
と
え
そ
こ
に
視
覚
に
う
つ
た
え
る
要
素
が
加
つ
た
と
し
て
も
、
俳
優

が
じ
か
に
観
衆
の
前
で
演
技
を
し
て
み
せ
、
互
に
そ
の
反
応
を
示
し
合
う
の
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で
な
け
れ
ば
「
演
劇
」
と
し
て
の
真
の
「
す
が
た
」
と
は
い
え
な
い
こ
と
に

な
る
。

　
そ
れ
は
、
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
２

　
狭
い
意
味
の
演
劇
、
文
学
と
し
て
の
戯
曲
の
上
演
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲

を
と
つ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
変
化
に
よ
つ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
か
た
ち
」
の
も
の
が
で
き
あ
が
る
。

「
か
た
ち
」
は
単
に
外
形
を
指
す
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
「
内
容
」
を
も
指

す
と
す
れ
ば
、
そ
の
種
類
は
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
大
き
な
分
類
を
行
う
こ
と
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す
ら
困
難
で
あ
る
。

　
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
見
方
に
従
い
、
い
わ
ゆ
る
「
演
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
」

に
つ
い
て
、
ひ
と
通
り
の
説
明
を
し
て
お
こ
う
。

　
最
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
「
演
劇
」
の
大
き
な
分
け
方
は
、
誰
で
も

知
つ
て
い
る
通
り
、
「
悲
劇
」
と
「
喜
劇
」
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

文
学
と
し
て
の
戯
曲
の
分
類
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
流
れ
を
汲
む
悲

劇
の
本
質
は
、
人
間
と
神
、
乃
至
運
命
と
の
対
立
抗
争
に
あ
つ
て
、
苦
悶
し
、

慟
哭
す
る
人
間
の
す
が
た
に
、
観
衆
は
共
鳴
し
、
同
情
し
、
自
己
の
罪
と
汚

れ
と
を
、
一
瞬
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
心
を
清
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の

が
、
悲
劇
の
効
果
と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
、
現
実
の
世
界
を
、
露
骨
に
、
滑
稽
に
描
き
出
し
、
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そ
こ
に
反
省
と
警
告
と
を
さ
り
げ
な
く
示
す
も
の
が
、
「
喜
劇
」
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
分
け
方
は
、
た
し
か
に
、
演
劇
の
二
つ
の
大
き
な
枝
を
明
ら

か
に
区
別
し
た
こ
と
に
は
な
る
が
、
時
代
は
、
こ
の
二
つ
の
枝
を
、
常
に
、

別
々
に
伸
ば
そ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
現
わ
れ
て
、
既
に
、
こ
の
二
つ
の
枝
は
、

時
に
、
一
本
と
な
つ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
悲
劇
と
喜
劇
と
の
区
別
を
無
視

し
は
じ
め
た
。
い
わ
ゆ
る
「
悲
喜
劇
」
と
い
う
代
物
が
生
れ
、
批
評
家
は
こ

れ
を
「
ジ
ャ
ン
ル
の
混
淆
」
と
言
つ
た
。
悲
劇
で
も
な
く
喜
劇
で
も
な
い
と

い
う
中
間
的
な
色
合
い
の
戯
曲
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
で

「
ド
ラ
マ
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
こ
の
時
代
で
、
〝
〔Pie`
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ce
〕
〞
と
い
う
名
称
は
、
悲
劇
で
も
喜
劇
で
も
な
い
戯
曲
を
指
す
た
め
に
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ジ
ャ
ン
ル
の
混
淆
は
、
自
然
、
「
悲
劇
」
と
「
喜
劇
」
の
性
質
を
も
徐
々

に
変
化
さ
せ
る
に
至
つ
た
。

　
な
お
、
そ
の
ほ
か
に
、
劇
場
機
構
の
改
革
、
社
会
思
潮
の
変
化
、
外
国
文

物
の
移
入
、
な
ど
が
原
因
と
な
つ
て
、
演
劇
の
相
貌
は
急
激
に
近
代
化
し
、

複
雑
化
し
、
自
由
奔
放
と
な
つ
た
。

　
こ
と
に
、
浪
漫
主
義
の
運
動
を
境
と
し
て
、
各
種
芸
術
分
野
の
活
溌
な
新

生
命
の
探
究
と
な
り
、
演
劇
の
領
域
も
ま
た
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
わ
け

に
い
か
な
か
つ
た
。

　
文
学
的
流
派
の
消
長
は
、
そ
の
ま
ま
、
演
劇
の
面
に
著
し
い
波
紋
を
投
げ
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た
こ
と
は
、
既
に
他
の
巻
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の

間
、
演
劇
独
自
の
立
場
で
、
い
ろ
い
ろ
の
試
み
が
な
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
種

が
蒔
か
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
演
劇
に
新
た
な
傾
向

を
も
た
ら
し
た
。

　
そ
れ
ら
の
種
目
を
い
ち
い
ち
こ
こ
で
細
か
に
挙
げ
る
こ
と
は
も
は
や
繁
雑

に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
今
日
ま
で
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
名
称
だ

け
を
い
く
つ
か
例
に
と
つ
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
心
理
劇
　
人
間
心
理
の
追
求
、
解
剖
を
劇
的
に
取
扱
つ
た
も
の
。

　
気
分
劇
　
舞
台
に
あ
る
特
殊
な
生
活
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
、
そ
の
気
分

　
　
　
　
　
的
な
味
わ
い
を
生
命
と
す
る
も
の
。
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夢
幻
劇
　
架
空
な
物
語
を
美
し
い
幻
想
の
世
界
と
し
て
描
い
た
も
の
。

　
神
秘
劇
　
人
生
の
一
事
件
に
神
秘
主
義
的
な
解
釈
を
織
り
込
ん
だ
も
の
。

　
社
会
劇
　
現
代
社
会
の
病
根
に
批
判
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
問
題
劇
　
ひ
ろ
く
人
生
、
社
会
の
現
実
に
即
し
た
問
題
を
と
ら
え
、
論
理

　
　
　
　
　
的
に
そ
の
本
体
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

　
思
想
劇
　
一
つ
の
新
し
い
思
想
を
提
出
し
、
作
者
の
主
張
を
こ
れ
に
托
そ

　
　
　
　
　
う
と
す
る
も
の
。

　
歴
史
劇
　
歴
史
的
事
件
、
人
物
を
素
材
と
し
た
も
の
。

　
諷
刺
劇
　
人
間
社
会
を
対
象
と
し
、
こ
れ
を
諷
刺
的
に
扱
つ
た
も
の
。

　
詩
劇
　
（
ま
た
は
韻
文
劇
）
文
体
と
し
て
の
詩
的
表
現
に
よ
る
戯
曲
の
上

　
　
　
　
　
演
。
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宗
教
劇
　
宗
教
的
な
題
材
に
よ
つ
て
、
そ
の
宗
教
の
教
義
の
伝
道
乃
至
信

　
　
　
　
　
仰
の
昂
揚
を
目
的
と
す
る
も
の
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
秘
蹟
劇
な

　
　
　
　
　
ど
は
、
そ
の
一
種
で
あ
る
。

　
怪
奇
劇
　
怪
奇
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
事
件
、
情
景
を
舞
台
に
の
せ
、
観
客
に

　
　
　
　
　
ス
リ
ル
の
快
感
、
こ
わ
い
も
の
見
た
さ
の
好
奇
心
を
そ
そ
ろ
う

　
　
　
　
　
と
す
る
演
劇
。
パ
リ
の
グ
ラ
ン
・
ギ
ニ
ョ
ル
な
ど
。

　
な
お
、
こ
の
ほ
か
に
、
い
く
ら
で
も
あ
る
が
、
多
分
、
こ
れ
か
ら
も
ど
こ

か
で
使
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
も
う
い
く
つ
か
の
名
称
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
静
劇
　
　
へ
ん
な
名
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
劇
の
概
念
が
、
「
動
的
」
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な
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
と
く
に
、
波
瀾
の
な
い
、

　
　
　
　
　
激
し
い
言
葉
の
や
り
と
り
す
ら
み
ら
れ
な
い
、
静
寂
な
境
地
に

　
　
　
　
　
観
客
を
引
き
入
れ
る
よ
う
な
「
演
劇
」
を
指
す
。

　
沈
黙
劇
　
こ
れ
は
前
大
戦
直
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
起
つ
た
演
劇
運
動
の
一

　
　
　
　
　
つ
の
看
板
で
、
饒
舌
な
対
話
を
排
し
、
努
め
て
沈
黙
の
効
果
を

　
　
　
　
　
生
か
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
生
活
の
深
奥
、
機
微
を
伝
え
よ

　
　
　
　
　
う
と
す
る
演
劇
を
指
す
。

　
仮
面
劇
　
俳
優
が
仮
面
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
の
性
格
を
表
現
す
る
も

　
　
　
　
　
の
。
ギ
リ
シ
ア
劇
、
能
な
ど
は
、
仮
面
劇
の
一
種
で
あ
る
。

　
左
翼
劇
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
と
も
い
い
、
社
会
主
義
、
主
と
し
て
共
産

　
　
　
　
　
主
義
の
立
場
か
ら
、
労
働
階
級
対
資
本
主
義
の
争
闘
を
描
き
、
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階
級
革
命
の
た
め
の
宣
伝
、
煽
動
を
目
的
と
す
る
も
の
。
即
ち

　
　
　
　
　
革
命
思
想
を
鼓
吹
す
る
社
会
劇
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　

　
大
衆
劇
　
大
衆
の
た
め
の
演
劇
と
い
う
意
味
で
は
、
例
え
ば
知
識
層
を
対

　
　
　
　
　
象
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
も
の
で
な
い
、
広
い
範
囲
の

　
　
　
　
　
要
求
に
こ
た
え
る
普
遍
性
の
あ
る
演
劇
を
指
す
。
し
か
し
、
実

　
　
　
　
　
際
に
は
、
純
文
学
に
対
し
て
大
衆
文
学
と
い
う
よ
う
に
、
主
と

　
　
　
　
　
し
て
「
通
俗
」
の
意
味
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。

　
科
白
劇
　
科
は
シ
グ
サ
、
白
は
セ
リ
フ
で
あ
る
が
、
音
楽
や
音
響
効
果
、

　
　
　
　
　
装
置
や
衣
裳
に
相
当
の
重
点
が
お
か
れ
る
演
劇
に
対
し
て
、
主

　
　
　
　
　
と
し
て
、
戯
曲
の
対
話
を
活
か
し
た
俳
優
の
演
技
に
よ
る
舞
台

　
　
　
　
　
の
イ
メ
イ
ジ
を
生
命
と
す
る
演
劇
を
指
す
。
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メ
ロ
ド
ラ
マ
　
元
来
、
音
楽
を
伴
う
演
劇
の
意
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
、

　
　
　
　
　
興
味
本
位
の
ど
ぎ
つ
い
「
大
芝
居
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
。
筋

　
　
　
　
　
は
波
瀾
万
丈
、
人
物
は
類
型
的
、
泣
か
せ
た
り
笑
わ
せ
た
り
す

　
　
　
　
　
れ
ば
よ
い
と
い
う
風
な
人
を
喰
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
手

　
　
　
　
　
法
を
特
に
新
し
い
演
劇
の
実
験
と
し
て
用
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
翻
訳
劇
　
外
国
劇
の
翻
訳
を
台
本
と
し
て
用
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
こ
の
名
称
は
、
す
こ
し
お
か
し
い
。
過
渡
的
な
名
称
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

　
翻
案
劇
　
外
国
劇
を
種
本
と
し
て
、
「
日
本
も
の
」
に
書
き
直
し
た
台
本
。

　
　
　
　
　
人
名
、
地
名
等
を
変
え
る
だ
け
で
比
較
的
原
作
の
面
影
を
忠
実

　
　
　
　
　
に
伝
え
た
も
の
、
単
に
荒
筋
だ
け
を
か
り
た
も
の
、
な
ど
、
そ

　
　
　
　
　
の
程
度
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
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３

「
悲
劇
」
と
い
う
厳
密
な
演
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
近
代
に
な
つ
て
、
そ
の
影

が
薄
く
な
つ
た
け
れ
ど
も
、
「
悲
劇
的
」
と
い
う
言
葉
で
現
わ
さ
れ
る
、
や

や
常
識
的
で
、
あ
い
ま
い
な
要
素
は
、
相
変
ら
ず
演
劇
の
内
容
と
し
て
可
な

り
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　
悲
劇
的
境
遇
と
か
、
悲
劇
的
性
格
と
か
、
悲
劇
的
結
末
と
か
い
う
よ
う
な

言
葉
は
、
一
種
の
「
演
劇
」
の
特
色
を
指
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
か
か
る
「
悲
劇
性
」
ゆ
え
に
、
あ
る
演
劇
を
、
「
境
遇
悲
劇
」
、

「
性
格
悲
劇
」
、
「
田
園
悲
劇
」
な
ど
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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「
喜
劇
」
の
場
合
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
そ
の
名
称
の
用
い
ら
れ
か
た
が
、

近
代
に
至
る
ほ
ど
ひ
ろ
く
な
り
、
多
く
の
劇
作
家
は
、
自
作
に
「
喜
劇
」
と

銘
を
う
つ
こ
と
が
、
あ
た
か
も
、
「
こ
は
悲
劇
に
あ
ら
ず
」
と
断
る
た
め
で

あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら
与
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
は
、
そ
の
作

家
の
「
喜
劇
観
」
に
基
く
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
喜
劇
」
と
い
う
名
称

が
、
そ
れ
ほ
ど
、
近
代
演
劇
の
一
般
性
を
代
表
す
る
も
の
と
見
て
も
差
支
え

な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
面
白
い
証
拠
と
し
て
、
例
え
ば
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
桜
の
園
』
や
、

ポ
ル
ト
・
リ
シ
ュ
の
『
過
去
』
な
ど
と
い
う
、
一
見
「
悲
劇
的
」
と
さ
え
思

わ
れ
る
戯
曲
が
、
作
者
自
身
に
よ
つ
て
、
は
つ
き
り
、
「
喜
劇
」
と
名
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
作
者
の
人
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生
観
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
現
代
社
会
は
そ
の
ま
ま
「
喜
劇
」
で
あ
り
、
「
現

代
人
」
は
、
宿
命
的
に
「
喜
劇
的
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
な
現
実
主
義

の
宣
言
に
ひ
と
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
一
方
、
そ
れ
ほ
ど
の
深

い
意
味
を
も
た
せ
ず
に
、
た
だ
、
古
代
悲
劇
が
、
人
間
と
神
乃
至
運
命
と
の

対
決
を
主
題
と
す
る
の
に
反
し
、
す
べ
て
人
間
と
人
間
と
の
関
係
に
は
、
も

は
や
「
悲
劇
」
は
あ
り
得
ず
、
こ
れ
を
「
演
劇
」
と
し
て
み
れ
ば
、
「
喜
劇
」

の
部
類
に
入
れ
る
の
が
当
然
だ
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　
西
洋
で
は
、
古
典
悲
劇
専
門
の
俳
優
だ
け
は
、
ト
ラ
ジ
ェ
デ
ィ
ア
ン
、
即

ち
悲
劇
俳
優
と
呼
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
、
一
般
の
俳
優
は
、
コ

メ
デ
ィ
ア
ン
と
称
し
、
特
に
、
「
喜
劇
」
の
み
を
や
ら
な
く
て
も
、
た
だ

「
役
者
」
と
い
う
意
味
で
通
つ
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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そ
れ
か
ら
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
音
楽
演
劇
学
校
の
演
劇
科
は
、
悲
劇

科
と
喜
劇
科
と
に
分
れ
て
い
て
、
前
者
は
専
ら
古
典
悲
劇
の
、
後
者
は
、
古

典
喜
劇
を
含
む
一
般
演
劇
の
演
技
研
究
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
風
に
み
て
く
る
と
、
「
喜
劇
」
と
い
う
名
称
の
概
念
が
、
日
本

語
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
限
ら
れ
た
性
格
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と

も
い
え
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
辺
の
こ
と
は
、
演
劇
の
様
式
を
論
ず
る
に
当

つ
て
、
一
応
心
得
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
喜
劇
」
の
本
質
そ
の
も
の
は
、
美
学
的
に
あ
る
厳
密
な
定
義
が

与
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
「
笑
い
」
の
哲
学
と
し

て
、
い
く
多
の
主
張
や
研
究
が
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ

う
い
う
「
喜
劇
的
」
要
素
を
主
と
し
た
演
劇
が
文
字
ど
お
り
そ
の
名
で
呼
ば
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れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
喜
劇
的
」
作
品

は
、
そ
の
主
題
の
性
質
に
よ
つ
て
、
ま
た
舞
台
の
色
調
に
よ
つ
て
、
さ
ま
ざ

ま
に
分
類
さ
れ
、
固
有
の
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
諷
刺
喜
劇
、
風
俗

（
或
は
世
相
）
喜
劇
、
恋
愛
喜
劇
、
な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
な

ど
で
は
、
十
八
世
紀
の
頃
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
つ
て
「
歴
史
喜
劇
」
な
る

も
の
さ
え
、
書
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
「
涙
を
催
さ
せ
る
喜
劇
」
（
〔C

om

e'die larm
oyante

〕
）
と
い
う
反
語
的
な
名
称
で
、
そ
の
時
代
と
し
て
は
珍

し
い
「
ジ
ャ
ン
ル
混
淆
」
の
戯
曲
を
発
明
し
た
ル
メ
ル
シ
エ
と
い
う
作
家
も

い
る
。
近
く
は
ま
た
、
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
の
『
シ
ラ
ノ
』
が
、
「
英
雄

喜
劇
」
（
〔he'roi: - com

ique

〕
）
と
銘
う
つ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ

の
戯
曲
の
風
変
り
な
性
格
を
想
像
さ
せ
る
に
役
立
つ
た
。
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４

　
も
と
も
と
、
「
喜
劇
」
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
で
は
、

「
喜
劇
的
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
一
種
と
見
做
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

「
フ
ァ
ル
ス
」
が
あ
る
。
英
語
風
に
読
め
ば
「
フ
ァ
ー
ス
」
で
あ
り
、
こ
れ

を
日
本
で
は
、
「
笑
劇
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
フ
ァ
ル
ス
」
の
歴
史
は
非
常
に
古
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
文
献
と
し
て

残
つ
て
い
る
最
古
の
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
十
六
世
紀
の
所
産
で
あ
る
『
代
言

人
パ
ト
ラ
ン
先
生
』
で
、
こ
の
作
品
は
作
者
不
詳
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
古
代
劇
の
傑
作
と
さ
れ
、
「
フ
ァ
ル
ス
」
に
も
高
度
な
芸
術
性
が
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あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
契
機
を
つ
く
つ
た
。

　
そ
れ
以
来
と
い
つ
て
も
い
い
が
、
才
能
あ
る
新
作
家
の
あ
る
も
の
は
、
特

に
「
フ
ァ
ル
ス
」
の
名
を
冠
し
た
劇
的
作
品
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
り
、
日

本
に
も
そ
の
余
波
が
伝
つ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
フ
ァ
ル
ス
」
の
「
喜
劇
味
」
は
、
む
し
ろ
、
「
道
化
味
」
と
称
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
が
、
最
も
大
き
な
特
色
で
あ
ろ
う
。
度
外
れ
た
誇
張
に
よ
る

と
ぼ
け
た
可
笑
味
、
き﹅
わ﹅
ど﹅
さ﹅
と
露
骨
さ
と
を
撒
き
ち
ら
す
愛
す
べ
き
素
朴

さ
、
最
も
庶
民
的
な
感
情
に
根
ざ
す
権
威
の
否
定
、
と
い
う
よ
う
な
点
が
、

ま
ず
共
通
な
色
調
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
主
題
は
常
に
寓
話
的
で
は
あ
る
が

人
生
の
機
微
に
ふ
れ
、
構
成
は
お
お
ま
か
で
、
表
面
、
必
然
性
を
無
視
し
、

と
く
に
そ
の
対
話
形
式
の
、
単
純
、
率
直
、
傍
若
無
人
、
そ
し
て
、
し
ば
し
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ば
、
愚
鈍
と
軽
妙
と
の
交
錯
に
よ
る
滑
ら
か
な
流
動
感
が
、
フ
ァ
ル
ス
の
生

命
と
も
い
え
よ
う
。

　
日
本
の
「
狂
言
」
は
、
こ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
、
立
派
な
「
フ
ァ
ル
ス
」

の
一
典
型
で
あ
る
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
演
劇
は
、
た
ま
た
ま
、
民
衆
の
、

自
然
発
生
的
な
、
安
手
な
娯
楽
的
催
し
に
端
を
発
し
が
ち
で
あ
つ
て
、
文
学

的
、
乃
至
芸
術
的
価
値
の
点
で
、
多
く
は
、
低
い
水
準
を
脱
し
得
な
い
の
と
、

ま
た
逆
に
、
現
代
文
学
の
不
必
要
な
「
真
面
目
さ
」
が
禍
と
な
つ
て
、
こ
の

種
の
ジ
ャ
ン
ル
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
と
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
。
尊
大
な

力
の
前
で
、
狡
猾
な
弱
者
が
ど
ん
な
振
舞
い
に
及
ぶ
か
と
い
う
永
遠
の
喜
劇

は
、
常
に
民
衆
の
健
康
な
笑
い
の
対
象
と
な
り
得
る
の
に
、
近
代
の
日
本
は
、

こ
の
笑
い
さ
え
も
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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今
日
わ
が
国
で
、
軽
喜
劇
、
時
に
「
軽
演
劇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
つ
の

演
劇
ジ
ャ
ン
ル
は
、
正
確
に
は
、
ど
う
い
う
も
の
を
指
す
の
か
、
い
ず
れ
、

そ
の
部
門
の
担
当
者
の
解
説
が
あ
る
と
思
う
が
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、

ど
う
も
、
西
洋
と
お
な
じ
く
、
「
軽
い
」
を
口
実
に
、
好
い
加
減
な
、
チ
ャ

ラ
ッ
ポ
コ
を
演
じ
て
、
よ
し
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
「
フ
ァ
ル
ス
」
は
、
た
と
え
「
笑
劇
」
と
訳
す
に
し
て
も
、
浅
は
か
な

笑
い
を
誘
う
、
軽
佻
浮
薄
な
演
劇
を
指
す
と
は
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
５

　
演
劇
の
「
様
式
」
と
い
う
題
目
は
、
ジ
ャ
ン
ル
（
種
目
）
と
い
う
意
味
を
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含
め
た
「
か
た
ち
」
の
分
類
に
主
眼
を
お
く
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
今
ま
で

の
分
類
を
仮
に
「
内
容
」
の
う
え
で
の
分
類
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
す
こ
し
、

「
外
形
」
か
ら
の
分
類
を
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
演
劇
を
か
た
ち
づ
く
る
要
素
を
、
二
つ
の
見
方

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
並
べ
て
い
く
と
、
第
一
に
、
最
初
に
述
べ
た
正
統
的
な

「
演
劇
」
を
組
み
た
て
る
た
め
に
必
要
な
材
料
と
し
て
、
戯
曲
、
俳
優
、
舞

台
、
演
出
、
そ
れ
か
ら
、
観
客
、
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
戯
曲
は
、
脚
本
ま
た
は
台
本
と
も
い
い
、
近
頃
は
テ
キ
ス
ト
と
い
う
言
葉

も
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
学
と
し
て
の
物
語
の
要
素
で
あ
る
。

　
俳
優
は
、
そ
の
肉
体
的
、
精
神
的
条
件
の
す
べ
て
を
も
つ
て
す
る
、
科

（
し
ぐ
さ
）
と
白
（
せ
り
ふ
）
と
が
、
い
わ
ゆ
る
演
技
の
実
体
で
あ
る
。
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舞
台
と
は
、
演
技
の
演
ぜ
ら
れ
る
、
あ
る
限
ら
れ
た
空
間
で
あ
つ
て
、
こ

れ
に
必
要
な
舞
台
装
置
を
施
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
物
語
の
行
わ
れ
る
一
定
の

場
所
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
装
置
は
、
背
景
、
大
道
具
、
小
道
具
、
照

明
、
と
に
分
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
舞
台
は
特
定
の
建
物
（
劇
場
）
の
う
ち

に
設
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
時
と
し
て
は
、
戸
外
の
、
臨
時
に
そ

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
一
区
域
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
演
出
と
は
、
舞
台
指
揮
と
舞
台
整
備
と
を
含
む
技
術
的
職
能
で
、
演
出
家

と
称
す
る
専
門
家
が
こ
れ
に
当
り
、
そ
の
指
令
の
下
に
、
舞
台
監
督
が
整
備
、

運
営
の
事
務
を
担
当
し
、
そ
の
要
求
に
基
い
て
、
舞
台
装
置
、
照
明
、
舞
台

効
果
等
の
考
案
、
作
業
が
進
め
ら
れ
る
。

　
演
出
家
は
、
原
則
と
し
て
、
俳
優
の
指
導
者
で
も
教
師
で
も
な
い
。
俳
優

27



が
自
分
で
は
気
の
つ
か
ぬ
、
或
は
判
断
に
苦
し
む
演
技
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
客

観
的
な
立
場
で
測
定
し
、
裁
断
す
る
役
目
を
も
つ
。
舞
台
の
統
一
的
な
効
果

は
、
そ
れ
ゆ
え
、
演
出
家
の
経
験
と
感
覚
と
に
よ
つ
て
割
り
出
さ
れ
、
そ
れ

が
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。

　
こ
の
責
任
を
超
え
て
、
演
出
家
が
俳
優
そ
の
も
の
の
領
域
に
踏
み
こ
み
、

演
技
を
自
分
流
の
型
に
は
め
、
い
わ
ば
、
演
出
家
の
主
観
と
独
断
と
に
よ
つ

て
構
成
さ
れ
た
舞
台
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
、
俳
優

は
す
で
に
人
形
で
あ
る
。
俳
優
よ
り
も
「
人
形
」
の
方
が
よ
い
場
合
も
な
い

で
は
な
い
。
「
人
形
劇
」
が
成
り
立
つ
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま

た
、
別
な
話
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
観
客
も
ま
た
、
「
演
劇
」
を
か
た
ち
づ
く
る
一
つ
の
要
素
だ
、
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と
い
う
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
意
見
を
、
私
は
も
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

も
つ
と
詳
し
い
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
略
す
。
ど

ん
な
「
演
劇
」
も
、
現
実
的
に
、
観
客
の
質
に
よ
つ
て
、
そ
の
成
果
が
明
瞭

に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
意
見
で
あ
る
。

　
以
上
の
要
素
に
よ
つ
て
組
み
た
て
ら
れ
る
「
演
劇
」
の
う
ち
、
そ
の
「
か

た
ち
」
と
し
て
、
ど
の
要
素
が
比
較
的
大
き
な
地
位
を
占
め
る
か
、
ど
の
要

素
が
と
く
に
強
調
さ
れ
て
い
る
か
、
に
よ
つ
て
、
演
劇
の
性
格
が
非
常
に
変

つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
戯
曲
本
位
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
文
学
的
な
匂
い
の
強
い
、
「
読

む
代
り
に
見
る
」
演
劇
の
印
象
を
受
け
か
ね
な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
い
う
非
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難
を
顧
み
ず
、
あ
る
時
代
に
は
、
文
学
を
前
面
に
強
く
押
し
出
し
た
演
劇
運

動
な
る
も
の
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
必
然
性
が
な
い
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
俳
優
本
位
の
「
演
劇
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
身
、
あ
る
意
味
で
は
、

極
め
て
自
然
な
「
か
た
ち
」
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
そ

の
極
端
な
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
を
生
む
に
至
る
。
と
く
に
甚
だ
し
い

の
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
と
呼
ば
れ
る
「
主
役
万
能
」
の
歪
め

ら
れ
た
舞
台
で
あ
る
。
ま
た
、
俳
優
の
都
合
で
、
戯
曲
の
原
形
を
無
造
作
に

こ
わ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
起
り
得
る
。
更
に
、
観
客
に
媚
び
、
そ
の

安
易
な
要
求
に
応
え
る
た
め
に
、
自
ら
を
屈
し
て
恥
じ
な
い
よ
う
な
、
演
劇

の
堕
落
が
こ
こ
か
ら
生
じ
る
原
因
に
も
な
る
。
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演
出
家
万
能
、
演
出
至
上
主
義
の
演
劇
が
成
り
立
ち
得
る
こ
と
に
つ
い
て

は
前
に
述
べ
た
。
演
出
家
ひ
と
り
天
才
で
あ
る
と
い
う
稀
な
場
合
を
除
い
て
、

こ
の
傾
向
は
、
徒
ら
に
演
劇
を
萎
靡
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
の
み
で
あ
る
。

　
舞
台
中
心
の
演
劇
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
意
味
が
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど

も
、
こ
こ
で
言
お
う
と
す
る
の
は
、
舞
台
を
含
め
た
劇
場
の
性
格
が
、
演
劇

の
「
か
た
ち
」
を
い
ろ
い
ろ
に
変
え
る
実
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
大
劇
場
演
劇
」
と
か
、
「
小
劇
場
演
劇
」
と
か
い
う
名
称
が
、

既
に
、
わ
れ
わ
れ
の
間
で
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
以
前
の
こ

と
だ
が
、
こ
れ
は
観
客
数
の
違
い
も
あ
り
、
ま
た
、
舞
台
の
大
き
さ
、
広
さ

の
比
較
の
問
題
も
あ
る
。
上
演
さ
れ
る
戯
曲
の
密
度
と
そ
の
普
遍
性
、
俳
優

の
演
技
の
幅
、
装
置
や
効
果
の
工
夫
に
ま
で
、
そ
の
関
係
は
直
接
に
響
い
て
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来
る
。
「
大
劇
場
」
必
ず
し
も
、
商
業
劇
場
と
は
限
ら
ず
、
「
小
劇
場
」
必

ず
し
も
高
踏
的
な
舞
台
を
目
指
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
う
い
う
誤
解
も
生
じ

得
る
。

　
こ
こ
で
、
「
民
衆
劇
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
外
国
の
例
を
と
れ
ば
、
な
る
だ

け
多
く
の
観
衆
に
、
な
る
だ
け
い
い
芝
居
を
観
せ
る
た
め
に
、
座
席
数
千
と

い
う
大
劇
場
で
、
す
ぐ
れ
た
新
旧
の
戯
曲
を
上
演
し
、
こ
れ
を
安
い
料
金
で

見
せ
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
、
最
も
適
当
な
戯
曲
の
生
産
を
提
唱
し
、
ま
た
自

ら
、
こ
れ
を
標
榜
す
る
作
家
も
あ
つ
た
。

「
野
外
劇
場
」
で
演
ぜ
ら
れ
る
「
祝
祭
劇
」
な
ど
は
、
そ
う
い
う
目
的
を
も

つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

32演劇の様式――総論



　
ロ
ー
マ
時
代
の
旧
跡
「
円
形
劇
場
」
に
お
け
る
壮
大
な
楽
劇
の
試
み
も
、

イ
タ
リ
ア
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
と
反
対
に
、
「
室
内
劇
」
と
称
し
、
極
め
て
少
数
の
観
客
を
対
象
と

す
る
サ
ロ
ン
の
一
隅
に
舞
台
を
設
け
た
「
演
劇
」
の
実
例
を
私
は
知
つ
て
い

る
。
こ
れ
に
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
道
楽
に
類
す
る
も
の
と
、
専
門
家
の
研
究

的
態
度
か
ら
出
発
し
た
も
の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
主
催
者
と
観
客
と

の
要
求
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
。

　
こ
れ
を
み
て
も
、
観
客
は
、
常
に
、
そ
の
質
と
、
自
然
な
欲
求
と
に
よ
つ

て
、
あ
る
種
の
「
演
劇
」
を
創
造
す
る
貴
重
な
役
割
を
負
つ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
劇
場
と
観
客
と
の
関
係
に
よ
つ
て
、
一
つ
の
特
殊
な
雰
囲
気
を
作
り
だ
し
、
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こ
れ
に
よ
つ
て
、
一
国
の
文
化
水
準
を
測
り
得
る
「
演
劇
」
の
社
会
制
度
が
、

古
い
文
明
国
に
は
存
在
す
る
。

「
国
立
劇
場
」
、
「
帝
室
劇
場
」
、
「
公
共
劇
場
」
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
前
二
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
国
庫
の
補
助
に
よ
つ
て
成
立
し
、
多
少
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
管
理
者
に
そ
の
人
を
得
れ
ば
、
十
分
に
国

民
の
期
待
に
添
う
「
選
ば
れ
た
演
劇
」
を
、
比
較
的
低
廉
な
料
金
で
鑑
賞
で

き
る
唯
一
の
場
所
な
の
で
あ
る
。

「
公
共
劇
場
」
と
い
う
の
は
、
国
立
で
は
な
い
が
、
各
地
方
自
治
体
が
所
有

す
る
公
の
管
轄
に
属
す
る
劇
場
で
、
経
営
の
方
針
は
、
普
通
の
営
利
的
な
興

行
で
な
く
、
努
め
て
、
市
民
の
文
化
的
意
欲
を
満
し
、
健
全
な
娯
楽
を
提
供

す
る
に
あ
つ
て
、
中
央
都
市
か
ら
名
の
あ
る
劇
団
を
招
聘
す
る
こ
と
も
あ
り
、
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平
生
は
、
そ
の
劇
場
専
属
の
俳
優
の
出
演
と
か
、
そ
の
地
方
に
根
城
を
す
え

た
職
業
的
、
非
職
業
的
劇
団
の
公
演
に
あ
て
る
と
か
、
適
宜
の
処
置
が
と
ら

れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
６

「
演
劇
」
を
か
た
ち
づ
く
る
、
も
う
一
つ
の
要
素
の
分
け
方
は
、
い
わ
ゆ
る

「
演
劇
は
総
合
芸
術
な
り
」
と
い
う
主
張
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
、
つ
ま
り

「
演
劇
」
の
構
成
要
素
を
、
あ
ら
ゆ
る
姉
妹
芸
術
、
音
楽
、
美
術
、
詩
文
、

舞
踊
、
俳
優
術
の
綜
合
、
統
一
な
り
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
「
演
劇
」
の
独
立

性
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
意
見
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
た
し
か
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に
、
「
演
劇
」
の
な
か
に
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
含
め
て
考
え
る
考
え
方
も
成

り
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
分
け
方
を
押
し
す
す
め
る
と
、
結
局
、

光
、
色
、
音
、
影
、
声
、
言
葉
、
線
、
運
動
、
と
い
う
風
な
、
極
め
て
抽
象

的
な
単
位
要
素
ま
で
還
元
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
が
、
そ
う
い
う
理
論

の
た
め
の
理
論
は
、
こ
こ
で
は
取
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
ひ
ろ
い
意
味
に
お
け
る
「
演
劇
」
と
は
、
こ
れ
を
「
舞
台
芸
術
」
と
言
い

か
え
て
も
よ
い
が
、
ま
さ
に
、
視
覚
と
聴
覚
と
に
う
つ
た
え
る
あ
ら
ゆ
る
芸

術
の
要
素
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
割
合
で
、
い
ろ
い
ろ
な
強
さ

で
、
混
り
合
い
、
融
け
合
い
、
組
み
合
わ
さ
れ
て
出
来
あ
が
つ
た
、
綜
合
的

な
「
時
間
芸
術
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
要
素
の
分
け
方
を
標
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
、
演
劇
の
ど
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の
部
分
に
、
ど
ん
な
関
係
で
、
即
ち
ど
う
い
う
「
か
た
ち
」
を
と
つ
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
か
は
、
本
論
各
項
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
に
よ
つ
て
述
べ
ら

れ
る
こ
と
と
思
う
。

　
こ
こ
で
は
、
単
に
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
混
り
合
う
比
重
に
よ
つ
て
、
「
演

劇
」
の
「
か
た
ち
」
が
明
ら
か
に
特
色
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、

一
つ
の
「
ジ
ャ
ン
ル
」
と
し
て
独
自
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
言
え

ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
音
楽
が
主
位
を
占
め
れ
ば
、
そ
れ
は
「
楽
劇
」
又
は
「
歌
劇
」

と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
舞
踊
が
圧
倒
的
な
地
位
に
立
て
ば
、
そ
れ
は
、
「
舞
踊
劇
」
ま
た
は
「
バ

レ
エ
」
と
な
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
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美
術
は
、
「
演
劇
」
に
お
い
て
は
二
義
的
役
割
し
か
果
さ
ぬ
よ
う
に
み
え

る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
、
舞
台
装
置
を
、
ま
た
は
、
衣
裳
を
、
「
売
り
物
」

に
す
る
「
演
劇
」
も
な
い
で
は
な
い
。
多
少
、
こ
じ
つ
け
に
は
な
る
が
、

「
装
置
劇
」
と
い
う
名
を
冠
し
て
も
よ
い
芝
居
が
あ
り
、
こ
と
に
、
衣
裳
に

至
つ
て
は
、
「
コ
ス
チ
ュ
ム
・
プ
レ
イ
」
の
名
さ
え
あ
る
一
種
の
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
（
観
世
物
）
が
存
在
す
る
。

　
詩
文
、
す
な
わ
ち
、
文
芸
的
な
要
素
と
い
え
ば
、
戯
曲
に
ち
が
い
な
い
が
、

こ
れ
は
も
う
、
「
狭
い
意
味
の
演
劇
」
に
属
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め

て
説
明
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

　
最
後
に
、
俳
優
術
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
前
項
で
、
俳
優
万
能
の
「
演

劇
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
、
も
し
、
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こ
れ
を
「
演
劇
」
の
一
様
式
と
し
て
、
強
い
て
、
ジ
ャ
ン
ル
の
名
を
与
え
る

と
す
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
に
そ
の
源
を
発
し
た
「
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ル
ラ
ル
テ
」

で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
即
興
劇
」
の
一
種
で
、
「
脚
本
な
し
に
演
じ
る
芝

居
」
の
代
表
的
な
様
式
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
７

　
名
称
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
、
得
て
し
て
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
演
劇
」
の
い
ろ
い
ろ
な
「
か
た
ち
」
に
与
え
ら
れ
た
名
称
も
、
あ
る
も
の

は
、
時
代
を
画
す
る
一
様
式
の
典
型
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
時
々
に
、

批
評
家
や
、
世
間
や
、
作
者
自
身
が
、
思
い
つ
き
で
、
ま
た
は
、
宣
伝
の
意
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味
で
、
「
新
奇
な
試
み
」
に
貼
り
つ
け
た
レ
ッ
テ
ル
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
多

い
の
で
あ
る
。

　
日
本
で
も
、
そ
う
い
う
例
は
今
日
ま
で
た
く
さ
ん
あ
る
。

「
中
間
劇
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
な
ん
の
こ
と
だ
か
想
像
も
つ
か
ぬ
よ
う
な

名
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
わ
が
国
の
一
時
代
の
劇
壇
に
は
、
ち
や
ん
と
通
用

し
た
ひ
と
つ
の
「
演
劇
の
か
た
ち
」
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
「
新
劇
」
と
「
新
派
」
の
中
間
に
位
す
る
「
演
劇
」
と
い
う
意

味
ら
し
く
、
「
新
劇
」
ほ
ど
む
づ
か
し
く
も
な
く
、
「
新
派
」
ほ
ど
低
俗
で

も
な
い
と
い
う
看
板
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
で
は
、
「
現
代
劇
」
と
い
う
名
称
を
至
る
と
こ
ろ
で
濫
用
し
て
い
る
。

も
と
も
と
、
現
代
劇
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
、
旧
時
代
の
演
劇
で
あ
る
。
過
去
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の
演
劇
で
あ
る
。
古
典
劇
乃
至
準
古
典
劇
に
非
ざ
る
も
の
、
現
代
が
つ
く
り

出
し
て
い
る
演
劇
、
現
代
の
思
想
と
感
覚
と
に
よ
つ
て
演
ぜ
ら
れ
る
舞
台
は
、

い
ず
れ
も
「
現
代
劇
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

む
ろ
ん
、
歴
史
劇
と
い
え
ど
も
、
現
代
作
家
の
手
に
な
る
戯
曲
で
あ
る
以
上
、

こ
れ
を
現
代
劇
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ま
た
、
「
歴
史
劇
」

に
対
し
て
、
「
現
代
劇
」
と
い
う
区
別
の
し
か
た
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
名
称
は
、
名
称
と
し
て
は
あ
い
ま
い
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
対
立
す
る
も
の

を
は
つ
き
り
さ
せ
る
時
に
だ
け
使
う
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
ん
な
自

明
の
理
が
ま
つ
た
く
無
視
さ
れ
て
、
こ
れ
も
、
ど
う
や
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
新

劇
」
に
も
あ
ら
ず
、
新
派
に
も
あ
ら
ざ
る
、
「
大
衆
的
に
し
て
や
や
新
味
の

あ
る
ら
し
い
演
劇
」
を
、
特
に
「
現
代
劇
」
な
ど
と
銘
う
つ
習
慣
が
で
き
か
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か
つ
て
い
る
。
怪
奇
に
し
て
危
険
な
現
象
で
あ
る
。

　
私
は
ま
た
、
「
学
校
劇
」
と
か
、
「
職
場
演
劇
」
と
か
、
と
く
に
「
自
立

演
劇
」
な
ど
と
い
う
名
称
も
、
名
称
と
し
て
は
、
は
な
は
だ
気
に
入
ら
ぬ
。

　
い
ず
れ
も
「
ア
マ
チ
ュ
ア
（
素
人
）
演
劇
」
の
部
類
に
い
れ
て
、
そ
の
う

え
で
、
個
々
の
性
格
を
は
つ
き
り
さ
せ
る
説
明
的
な
言
葉
を
つ
け
加
え
た
方

が
よ
い
と
思
う
。

　
学
校
に
し
ろ
、
い
ろ
い
ろ
な
職
場
に
し
ろ
、
ま
た
は
、
あ
る
地
方
の
有
志

の
集
り
に
し
ろ
、
現
在
、
ア
マ
チ
ュ
ア
演
劇
の
盛
ん
な
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

興
味
の
あ
る
現
象
で
、
わ
れ
わ
れ
専
門
の
立
場
か
ら
い
つ
て
も
、
ま
た
、
同

時
代
の
一
市
民
と
し
て
の
感
情
か
ら
言
つ
て
も
、
決
し
て
無
関
係
で
は
い
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
う
い
う
欲
求
が
い
つ
た
い
、
ど
こ
か
ら
起
つ
た
か
と
い
う
こ
と
が
第
一

の
問
題
、
そ
う
い
う
欲
求
の
底
に
、
い
か
な
る
無
意
識
的
な
不
満
、
自
覚
せ

ざ
る
不
幸
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
第
二
の
問
題
、
そ
し
て

更
に
、
そ
う
い
う
欲
求
が
、
ど
ん
な
支
援
と
障
碍
と
の
間
で
、
ど
の
程
度
に

満
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
第
三
の
問
題
、
最
後
に
、
そ
う
い
う
風
潮
か
ら
生

じ
る
プ
ラ
ス
の
面
と
マ
イ
ナ
ス
の
面
と
の
均
衡
の
問
題
、
こ
れ
が
第
四
、
そ

れ
だ
け
の
こ
と
を
、
お
互
に
頭
に
お
い
て
、
そ
の
疑
問
を
徐
々
に
解
き
つ
つ
、

こ
の
傾
向
を
、
最
も
健
全
に
し
て
、
美
し
い
運
動
た
ら
し
め
る
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
あ
る
。
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